
 

 

 

 

 

 

 

 

 

物
語
の
あ
る

建
築
（
19
） 
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ｔ
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ｍ:
ｏ
新
築
工
事
」 

建
設
に
携
わ
る
こ
と
の
幸
せ
を
、
お
す
そ
わ
け
。 

第
19
号 

平成 25年 6月発行 
富士建設の本社に咲く「サルスベリ」。 

綺麗に咲く年と咲かない年があって、 

たわわに花房の垂れた年は嬉しくなる。 

 

「
非
日
常
」
と
「
日
常
」
の
、
日
本
の
風
情
の
か
た
ち
を
楽
し
む
暮
ら
し
を
ご
提
案
す
る
季
刊
誌
で
す
。 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

暮
ら
し
か
た 

 

 
 

【
季
節
に
応
じ
た
暮
ら
し
方
／ 

 
 

 
 

 
 
 

 

花
火
大
会 

夜
空
を
彩
る
夏
の
風
物
詩
】 

中
津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」 

 

【
お
茶
所
（
母
屋
）
北
側
の
ク
ロ
マ
ツ
】 
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「僕
は
以
前
、
外
資
系
の
ア
パ
レ
ル

の
『メ
ゾ
ン
マ
ル
タ
ン
マ
ル
ジ
ェ
ラ
』

と
い
う
お
店
に
い
た
ん
で
す
。
こ

う
い
う
ブ
ラ
ン
ド
な
ん
で
す
け

ど
…
」 

 
そ
う
言
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
の

は
、
も
の
す
ご
く
個
性
的
な
ブ

ラ
ン
ド
の
本
。
秋
山
さ
ん
の
雰
囲

気
か
ら
、
も
っ
と
違
う
ブ
ラ
ン
ド

を
想
像
し
て
い
た
の
で
意
表
を

突
か
れ
る
。 

「ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
、

ブ
ー
ツ
と
か
に
ペ
ン
キ
を
塗
っ
ち

ゃ
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ブ
ラ
ン

ド
な
ん
で
す
。
こ
の
お
店
に
い
た

頃
、
お
客
さ
ん
と
し
て
来
て
く

れ
て
い
た
人
の
紹
介
で
、
今
回
の

設
計
者
で
あ
る
Ａ+

Ａ
さ
ん
を
知

っ
た
ん
で
す
ね
。
」 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊ 

 

（こ
こ
よ
り
オ
ー
ナ
ー
・ 

 
 
 

秋
山
さ
ん
への
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
） 

 

―
本
当
に
個
性
的
な
お
店
で
す
け
れ
ど
、
武

智
さ
ん
（
ア
ト
リ
エ
Ａ+

Ａ
代
表
）
に
は
、
ど

う
い
う
風
に
希
望
を
伝
え
た
ん
で
し
ょ
う

か
？ 

「最
初
は
、
お
任
せ
し
ま
す
、
と
。
叩
き
台
を

作
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
に
意
見
を
言
っ
て
変

更
し
て
い
っ
た
方
が
き
っ
と
良
い
ん
だ
ろ
う
な
、

と
思
っ
た
ん
で
す
。
」 

―
家
具
も
同
じ
よ
う
な
や
り
方
を
？ 

「家
具
は
、
『き
れ
い
す
ぎ
る
の
よ
り
も
温
か

み
が
あ
る
ほ
う
が
い
い
。
』と
か
『拾
っ
て
き
た

家
具
み
た
い
に
し
て
』と
か
そ
ん
な
伝
え
方
を

ま
ず
し
て
、
あ
と
は
デ
ッ
サ
ン
や
サ
ン
プ
ル
製

作
と
、
や
り
と
り
を
し
な
が
ら
形
に
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
で
も
、
椅
子
は
事
前
に
見
て
い

た
け
れ
ど
、
テ
ー
ブ
ル
は
で
き
あ
が
る
ま
で

見
て
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
（笑
）。
た
だ
、
彼
が

『白
』を
選
ん
で
く
れ
た
の
は
、
『自
分
た
ち
で

変
化
を
付
け
ら
れ
る
色
』だ
か
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ペ
ン
キ
塗
に
し
た
の
は
、
『自
分
で
塗
り

替
え
て
も
い
い
』か
ら
か
な
、
と
。
」 

―
観
音
寺
で
、
こ
う
い
っ
た
お
店
…
と
い
う

と
、
け
っ
こ
う
冒
険
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す

け
れ
ど
…
？ 

「も
と
も
と
は
、
服
を
扱
う
お
店
と
美
容
院
の

併
設
を
考
え
て
い
た
ん
で
す
。
奥
さ
ん
と
ス

タ
ッ
フ
の
３
人
で
お
店
を
し
て
い
る
け
ど
、
み

ん
な
同
じ
お
店
（メ
ゾ
ン
マ
ル
タ
ン
マ
ル
ジ
ェ
ラ
）

に
い
ま
し
た
か
ら
、
当
然
最
初
は
『服
』を
考

え
る
。
で
も
、
仕
入
が
大
変
だ
し
、
じ
ゃ
あ
カ

フ
ェ
は
ど
う
だ
ろ
う
？
と
。 

 

最
近
の
美
容
院
っ
て
、
“サ
ー
ビ
ス
の
一
環
”

と
し
て
コ
ー
ヒ
ー
が
出
て
き
た
り
し
ま
す
よ

ね
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

よ
く
考
え
る
と
、
髪
の
毛
が
舞
っ
て
い
た
り
す

る
中
で
飲
み
物
を
サ
ー
ブ
す
る
わ
け
だ
か
ら
、

物
語
の
あ
る
建
築
（
２
） 

「
琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

桜
の
抄
／
紅
梅
亭
」 

平
成
十
八
年
、
秋
。 

琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

紅
梅
亭
の
「
花
て
ら
す
」
に
お
け
る
食
事
会
で
、 

近
兼
孝
休
会
長
（
当
時
社
長
）
が
、
当
社
と
の
「
な
れ
そ
め
」
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

過
去
に
係
わ
っ
た
が
、
当
社
に
つ
い
て
語
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
、
貴
重
さ
を
、 

実
感
し
た
一
瞬
で
し
た
。 

そ
の
と
き
の
感
動
が
、
こ
の
「
ハ
レ
と
ケ
」
通
信
を
つ
く
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
ま
つ
わ
る
、
素
敵
な
物
語
。 

そ
れ
は
、
大
き
な
夢
を
み
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
ん
で
き
た
男
と
、 

「
こ
の
男
に
賭
け
て
み
る
ワ
」
と
、
そ
の
夢
を
信
じ
た
男
と
の
、
魅
力
的
な
物
語
で
す
。 

「ca
fe

 +
 sa
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物
語
の
あ
る

建
築
（
１9
）
設
計
監
理
／(

有)

ア
ト
リ
エ
Ａ+

Ａ 

施
工
／
富
士
建
設(

株) 
  

「え
っ
、
こ
こ
に
こ
ん
な
場
所
が
！
」 

…
初
め
て
訪
れ
た
と
き
に
は
、
ち
ょ
っ
と
興
奮
す
る
、
そ
ん
な
カ
フ
ェ
と
美

容
室
が
、
観
音
寺
市
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。 

オ
ー
ナ
ー
の
秋
山
さ
ん
（ご
主
人
）は
32
歳
。
率
直
で
柔
ら
か
い
雰
囲

気
で
、
訪
れ
た
弊
社
の
社
員
に
対
し
て
も
、
「こ
の
間
手
術
し
た
っ
て
言
っ
て
ま
し
た
け
ど
、
具
合
は
い
か
が
で
す

か
？
」と
気
遣
う
言
葉
を
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
人
で
あ
る
。  

 

―
―
今
回
は
、
こ
の
素
敵
な
お
店
、
【ｔ
ｒｍ:
ｏ
】に
つ
い
て
、
オ
ー
ナ
ー
と
設
計
者
よ
り
お
話
を
う
か
が
っ
た
。 
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お
い
し
く
飲
め
る
環
境
じ
ゃ
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
だ
か
ら
う
ち
の
美
容
院
は
、
そ
の
場
所

を
分
け
よ
う
と
。 

 

あ
と
、
田
ん
ぼ
の
真
ん
中
に
異
空
間
を
作
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
あ
っ
た
田

ん
ぼ
を
有
効
活
用
し
た
い
と
い
う
の
も
あ
り

ま
す
け
ど
、
こ
こ
の
場
所
に
『異
物
』を
つ
く
っ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
田
舎
の
人
は
、

『車
の
通
り
が
な
い
と
お
客
さ
ま
が
来
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
？
』と
思
い
が
ち
だ
け
れ
ど
、
逆

に
車
の
通
り
が
多
す
ぎ
る
と
、
お
店
への
出
入

り
が
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
閉
鎖
的

な
異
空
間
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
古
い
も
の
、

『拾
っ
て
き
た
み
た
い
に
み
え
る
も
の
』で
ハ
ズ

す
、
と
い
う
の
が
僕
は
好
き
な
ん
で
す
。
」 

―
コ
ン
セ
プ
ト
等
は
、
あ
っ
た
ん
で
す
か
？ 

「コ
ン
セ
プ
ト
は

特
に
な
い
で
す
。

そ
う
い
う
も
の

で
縛
る
ん
じ
ゃ
な

く
、
自
分
の
好
き

な
こ
と
を
す
れ

ば
い
い
、
と
思
っ

て
い
た
の
で
。 

 

た
だ
、
３
人
と

も
同
じ
ア
パ
レ
ル
の
店
に
い
た
わ
け
だ
け
ど
、

『人
が
作
っ
た
も
の
を
売
る
の
は
、
自
分
じ
ゃ

な
く
て
も
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
』と
い
う
思

い
は
芽
生
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
『自
分
で
生

産
す
る
こ
と
を
仕
事
に
し
た
い
』と
い
う
方
向

は
あ
り
ま
し
た
ね
。
“３
人
で
好
き
な
こ
と
を

す
る
店
”。
だ
か
ら
、
店
の
名
前
も
、
３
人
の
名

前
の
頭
文
字
を
と
っ
た
ん
で
す
。
」 

―
そ
う
い
え
ば
、
お
店
の
名
前
、
初
め
て
で

は
書
け
な
い
…
読
め
な
い
で
す
よ
ね
え
？ 

「名
前
は
ね
、
な
ん
で
も
良
か
っ
た
ん
で
す
。

『あ
の
白
い
店
』と
か
、
『三
角
形
の
』と
か
、
そ

う
い
う
呼
び
方
で
い
い
。
そ
も
そ
も
名
前
で
お

店
に
来
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
？
だ
か

ら
看
板
も
置
き
た
く
な
か
っ
た
く
ら
い
。 

 

工
事
中
か
ら
、
『歯
医
者
？
』と
か
色
々
言

わ
れ
て
い
た
み
た
い
で
す
け
ど
（笑
）、
１
回
来

て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
分
か
る
し
、
必
ず
も
う

一
回
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
と
思
っ
て
い
る

か
ら
、
気
負
っ
た
名
前
を
付
け
る
必
要
も
な

い
か
な
ぁ
、
と
。
」 

―
な
る
ほ
ど
。 

「今
の
世
の
中
、
『な
い
』も
の
は
な
い
で
す
よ

ね
。
じ
ゃ
あ
、
何
を
基
準
に
、
人
は
モ
ノ
を
選

ぶ
ん
だ
ろ
う
？
と
。
前
の
お
店
の
時
も
そ
う

だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
個
々
の
ス
タ
ッ
フ
を
好

き
に
な
っ
て
く
れ
る
人
が
集
ま
る
場
所
、
『同

じ
モ
ノ
で
も
あ
の
人
か
ら
買
お
う
か
な
』と
言

っ
て
も
ら
え
る
お
店
作
り
、
そ
れ
が
い
い
と
思

う
ん
で
す
。 

 

お
金
と
か
モ
ノ
で
な
く
、
『好
き
』が
求
心
力

に
な
る
よ
う
な
。
当
然
、
僕
た
ち
も
お
客
さ

ま
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
ま
す
し
、
覚
え
て

い
ま
す
よ
。
」 

―
秋
山
さ
ん
の
『
好
き
』
を
発
信
し
て
共
有

し
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
？ 

「い
や
、
こ
ち
ら
か
ら
発
信
し
て
い
く
と
か
、

語
り
か
け
て
い
く
よ
う
な
感
じ
で
は
な
く
て

…
。
三
人
が
こ
こ
で
好
き
な
こ
と
を
や
っ
て
い

て
、
そ
れ
を
『い
い
』と
思
う
ひ
と
が
集
ま
っ
て

く
る
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
カ
ッ
コ
つ
け

よ
う
と
思
え
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
後
付
け
で

い
く
ら
で
も
で
き
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
自
然

に
…
。
」 

―
「
３
人
で
」
と
い
う
言
葉
が
た
く
さ
ん
出

て
き
ま
す
け
ど
、
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
も
、
前
の

お
店
か
ら
一
緒
な
ん
で
す
よ
ね
？
香
川
県
に

縁
が
あ
っ
た
方
な
ん
で
す
か
？ 

「い
え
、
ス
タ
ッ
フ
は
、
神
戸
出
身
で
神
戸
で
働

い
て
い
た
の
で
、
香
川
は
ま
っ
た
く
。
最
初
か

ら
『一
緒
に
店
を
や
っ
て
ほ
し
い
』と
口
説
い
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
僕
が
お
店
の
計

画
を
始
め
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
彼
に
話

す
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
、
お
休
み
の
日
に
僕

が
香
川
へ打
ち
合
せ
に
帰
る
の
に
合
わ
せ
て
、

彼
も
こ
っ
ち
へ遊
び
に
来
た
り
。
そ
う
や
っ
て

お
店
を
作
っ
て
い
く
過
程
を
傍
で
見
て
い
て
、

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
彼
の
方
か
ら
『一
緒
に

お
店
を
し
た
い
』と
。 

 

彼
は
す
ご
く
頭
が
い
い
の
で
、
も
と
も
と
前

の
店
で
も
、
デ
ー
タ
を
作
っ
た
り
数
字
を
見

た
り
と
い
う
の
は
、
進
ん
で
や
っ
て
く
れ
て
い

た
し
、
な
ん
と
な
く
役
割
分
担
が
あ
っ
た
ん

で
す
ね
。 

trm:o HPより 

trm:o HPより 
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た
だ
、
こ
の
お
店
は
始
め
た
ば
か
り
で
、
軌

道
に
乗
る
ま
で
は
十
分
な
給
料
も
払
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
最
初
に
説
明
を
し

ま
し
た
。
だ
か
ら
、
今
も
一
緒
に
住
ん
で
い
る

ん
で
す
よ
。
」 

―
そ
う
い
う
関
係
は
、
な
ん
だ
か
貴
重
な
気

が
し
ま
す
。 

「３
人
で
好
き
な
こ
と
を
す
る
か
ら
、
い
い
。

店
の
こ
と
は
３
人
で
決
め
る
け
ど
、
常
識
に
は

な
い
こ
と
も
と
り
あ
え
ず
考
え
て
み
る
。
で
、

『そ
れ
は
無
理
や
ろ
！
』『お
も
し
ろ
い
！
』と
、

お
互
い
に
手
綱
を
引
き
合
っ
て
方
針
を
決
め

て
い
く
。
」 

―
さ
き
ほ
ど
ス
タ
ッ
フ
の
彼
も
、『
場
所
と
か

人
に
寄
り
か
か
ろ
う
と
思
っ
て
こ
こ
へ
来
た

わ
け
じ
ゃ
な
い
。』
っ
て
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。 

「僕
は
『こ
う
し
な
い
と
ダ
メ
！
』っ
て
い
う
の

が
、
い
や
な
ん
で
す
。
な
る
よ
う
に
な
る
と
思

っ
て
い
る
し
、
好
き
な
こ
と
を
し
て
生
き
て
い

こ
う
と
思
っ
て
る
。
う
ち
の
家
族
は
、
め
ち
ゃ

く
ち
ゃ
仲
が
い
い
で
す
し
、
こ
の
お
店
の
近
所

の
皆
さ
ん
も
、
ま
る
で
身
内
み
た
い
に
か
わ
い

が
っ
て
く
れ
る
。
助
け
て
く
れ
る
人
も
た
く

さ
ん
い
る
。
人
に
は
僕
は
ホ
ン
ト
に
恵
ま
れ
て

い
る
ん
で
す
ね
。 

 

周
り
か
ら
す
れ
ば
ね
、
『若
い
の
に
借
金
を

し
て
お
店
つ
く
る
な
ん
て
、
大
丈
夫
な
の
か

な
？
』と
い
う
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、
僕
と
し
て
は
、
『借
り
ら
れ
る
な
ん

て
す
ご
い
じ
ゃ
な
い
か
！
』と
思
っ
て
る
ん
で

す
（笑
）。
」 

―
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、『
好
き
な
こ
と
を

し
た
い
』
っ
て
い
う
こ
と
を
何
回
も
言
っ
て

い
る
の
に
、
ま
っ
た
く
『
俺
が
俺
が
…
』
と

い
う
エ
ゴ
っ
て
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ

が
出
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。 

『
何
に
も
縛
ら
れ
な
い
、
自
分
の
好
き
な
こ

と
を
や
る
ん
だ
！
』
っ
て
決
め
る
場
合
、
多

か
れ
少
な
か
れ
そ
う
い
う
自
我
み
た
い
な
も

の
が
強
く
な
い
と
、
難
し
い
の
か
な
？
と
思

っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
。 

「僕
は
し
ば
ら
れ
る
の
が
嫌
い
な
ん
で
す
。
縛

っ
て
く
る
よ
う
な
人
と
は
い
た
く
な
い
。
だ
か

ら
、
周
り
に
そ
う
い
う
縛
る
人
は
い
な
い
ん
で

す
よ
。
本
当
に
魅
力
が
あ
る
人
、
余
裕
が
あ
っ

て
自
分
を
持
っ
て
い
る
人
は
ね
、
相
手
の
こ
と

を
た
ぶ
ん
縛
ら
な
い
。
自
由
な
ん
で
す
。 

 

そ
ん
な
人
と
ば
か
り
一
緒
に
い
る
か
ら
、 

そ
う
い
う
風
に
見
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
」 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊ 

 

互
い
に
好
き
な
こ
と
を
し
な
が
ら
、
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
合
い
、
水
の
よ
う
に
流
れ
て
い
く
。 

私
た
ち
以
上
の
世
代
に
は
な
い
生
き
方
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
と
て
も
魅
力
的
な
あ
り

方
―
新
し
い
あ
り
方
な
の
か
も
し
れ
な
い
と

強
く
感
じ
た
。 

 
 
 
 

（秋
山
様
よ
り
お
話
を
う
か
が
っ
た
） 

trm:o HPより 

trm:o HPより 
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―
今
回
の
建
物
の
設
計
コ
ン
セ
プ
ト
は
な
ん

で
し
ょ
う
か
？ 

 

そ
れ
は
「限
り
な
く
シ
ン
プ
ル
に
す
る
こ

と
」。 

 

私
の
事
務
所
の
名
前
で
あ
る
『Ａ+

Ａ
』は

『au
stere

＆active

』と
い
う
意
味
な
の
だ
け

れ
ど
、
こ
れ
は
「簡
素
、
飾
り
気
の
な
い
」と

「能
動
的
、
活
気
の
あ
る
」と
い
う
言
葉
を
組

み
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。 

 

「建
物
を
作
り
込
ん
だ
り
意
味
を
持
た
せ

た
り
し
な
い
こ
と
で
、
か
え
っ
て
、
時
間
の
移

ろ
い
や
、
自
然
や
緑
の
色
の
変
化
、
訪
れ
る
人

の
心
象
風
景
、
感
じ
る
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
そ

の
場
所
に
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
じ
ゃ
な

い
か
」、
と
い
う
よ
う
な
感
覚
で
す
ね
。 

 

「限
り
な
く
シ
ン
プ
ル
」と
い
う
と
、
単
純
に

聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
意
味

は
深
い
ん
で
す
。 

 

シ
ン
プ
ル
、
と
い
え
ば
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
―
レ

ス
・イ
ズ
・モ
ア
―
『よ
り
少
な
い
こ
と
は
、
よ

り
豊
か
な
事
で
あ
る
』―
が
連
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
つ
ま
り
、
少
な
い
要
素
で
よ
り
多

く
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
、
…
切
り
詰
め

て
切
り
詰
め
て
空
間
構
成
を
シ
ン
プ
ル
に
し
て
、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
豊
か
さ
や
連
な
り
が
あ

る
、
と
い
っ
た
意
味
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
れ
は
ミ
ー
ス
・フ
ァ
ン
・デ
ル
・ロ
ー
エ
が
提

唱
し
た
思
想
だ
け
れ
ど
、
合
理
的
・機
能
的
・

シ
ン
プ
ル
で
美
し
い
と
い
っ
た
こ
と
を
旨
と
す

る
こ
の
思
想
は
、
世
界
中
が
同
じ
デ
ザ
イ
ン
で

埋
め
尽
く
さ
れ
て
、
国
柄
や
気
候
風
土
、
文

化
、
地
域
に
根
付
い
た
建
築
が
否
定
さ
れ
て

し
ま
う
傾
向
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

そ
こ
で
、
次
代
の
建
築
が
登
場
し
て
き
ま
す

―
ポ
ス
ト
・モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
す
。
過
去
の
デ
ザ

イ
ン
や
様
式
を
引
用
し
、
建
築
の
意
味
や
物

語
性
を
重
視
し
た
運
動
で
す
ね
。 

 

こ
れ
は
、
世
界
的
な
流
れ
に
も
な

っ
た
し
、
日
本
の
著
名
な
建
築
家
も

迎
合
し
た
り
も
し
た
。
で
も
、
残
念

な
が
ら
『美
し
く
な
い
』も
の
も
誕

生
し
ま
し
た
。
『美
し
さ
』と
い
う
の

は
、
国
民
性
や
環
境
や
風
土
も
含

め
た
―
つ
ま
り
、
『そ
の
場
所
の
社

会
的
な
背
景
と
結
び
つ
い
て
い
る
か

ど
う
か
』と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
か
ら
。 

 

こ
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
い
わ

ば
建
築
に
思
想
性
を
も
た
せ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
で
も
実
際
に

は
、
建
築
家
（設
計
者
）は
、
建
物
に

“自
分
の
思
想
”を
つ
け
て
し
ま
い
が

ち
で
、
だ
か
ら
、
住
宅
も
ホ
テ
ル
も

カ
フ
ェ
も
す
べ
て
同
じ
思
想
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
…
伝
統
や
文

化
、
地
域
性
か
ら
か
け
離
れ
た
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
違
う
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
私
は
思
う
ん
で
す
。 

―
で
は
、
建
築
の
役
割
と
は
な
ん
で
し
ょ
う

か
？ 

 

建
築
の
役
割
は
、
最
高
の
器
を
提
供
す
る
こ

と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
器
だ
か
ら
、
色
ん
な

も
の
を
受
け
止
め
ら
れ
る
。 

 

た
と
え
ば
、
以
前
、
徳
島
の
田
ん
ぼ
の
中
で

カ
フ
ェ
を
計
画
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

『ｔｒｍ:ｏ』という建築について 

――建築の持つ力を信じてみる  

 

有限会社 ATELIER  A+A（一級建築士事務所）   

代表取締役  武智 和臣 氏 インタビュー 
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私
は
そ
こ
に
林
を
作
っ
て
、
建
築
を
置
い
た
の

で
す
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
『そ
の
場
所
に

座
る
、
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
お
客
さ
ん
が
お

金
を
払
っ
て
も
良
い
と
思
え
る
空
間
』を
つ
く

り
た
か
っ
た
。 

 

周
辺
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
そ
の
場
所
で
得

ら
れ
る
快
適
さ
を
つ
く
る
手
伝
い
を
、
建
築

家
が
す
る
。
い
ち
ば
ん
の
ご
ち
そ
う
は
、
そ
の

景
色
だ
っ
た
り
、
環
境
だ
っ
た
り
す
る
か
ら
、

建
築
は
『器
』で
い
い
。
そ
う
い
う
最
高
の
器
、

そ
し
て
器
だ
け
で
な
く
、
『場
所
』を
提
供
し

た
か
っ
た
。 

 

今
回
の
建
物
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
観
音

寺
、
大
野
原
と
い
う
場
所
の
社
会
的
な
風
景

や
い
と
な
み
、
そ
の
場
所
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
を

再
現
し
よ
う
と
思
っ
た
。 

 

「大
野
原
の
野
原
」と

い
う
原
風
景
的
幻
想

を
、
ぽ
っ
か
り
と
切
り

取
っ
て
、
こ
こ
に
再
現

す
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

こ
れ
を
シ
ン
プ
ル
に
こ

の
場
所
に
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
訪
れ
る
客
の

心
象
風
景
、
感
じ
る

も
の
を
そ
の
ま
ま
映

す
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ま
し
た
。
建
築

家
が
作
り
込
ん
で
し

ま
う
と
、
そ
う
い
っ
た

も
の
を
映
す
余
地
が

な
く
な
る
の
で
す
ね
。 

 

例
え
ば
ス
ペ
イ
ン
の
パ

テ
ィ
オ
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ま
ち
と
か
、
色
ん

な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
れ
は
こ
こ
の
場

所
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
を
、
人
工
的
に
作

り
込
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
綺
麗

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
舞
台
セ
ッ
ト
、
そ
れ

だ
け
で
し
か
な
い
。
広
が
り
を
生
ま
な
い
。
作

り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
の
場
所
は
「〇

〇
風
の
庭
」と
か
、
「△
△
の
家
」と
か
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
部
屋
に
し
て
も
、
用
途
を

決
め
て
そ
の
た
め
の
空
間
に
作
り
込
ん
で
し

ま
う
と
、
そ
こ
は
「こ
こ
は
〇
〇
の
た
め
の
部

屋
」と
い
う
束
縛
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

は
、
建
築
家
が
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
使
う

ひ
と
、
訪
れ
る
ひ
と
が
す
れ
ば
い
い
。 

―
地
域
や
周
辺
を
取
り
込
ん
だ
建
築
に
な
る

の
は
、
四
国
、
つ
ま
り
地
方
だ
か
ら
で
し
ょ

う
か
？ 

 

私
た
ち
は
い
わ
ゆ
る｢

地
方
の
建
築
家
」だ

け
れ
ど
、
い
ち
ど
は
、
東
京
の
建
築
家
に
憧
れ

る
も
の
な
の
で
す
ね
。
地
方
に
い
て
、
東
京
の

建
築
家
が
作
る
よ
う
な
作
品
を
手
が
け
る
機

会
は
巡
っ
て
こ
な
い
。
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
り

も
し
ま
し
た
。 

 

で
も
、
「あ
あ
、
地
方
に
い
て
良
か
っ
た
ん

だ
」と
思
え
た
の
が
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
の

流
れ
に
対
す
る
疑
問
で
す
。
建
築
が
、
消
費

や
投
資
の
対
象
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
文
化
じ
ゃ
な
く
て
経
済
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

本
来
、
建
築
は
、
文
化
の
尺
度
で
あ
る
べ
き

で
す
。
10
年
後
、
50
年
後
、
100
年
後
愛
さ

れ
る
作
品
で
あ
り
つ
づ
け
ら
れ
る
か
？
と
考

え
た
ら
、
無
理
し
て
時
代
に
迎
合
し
た
、
作
為

的
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
建
物
は
、
ダ
メ
な
の
じ
ゃ

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。 

 

つ
ま
り
、
時
代
を
超
え
て
オ
ー
ナ
ー
が
愛
す
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る
、
大
切
に
し
た
い
と
思
え
る
建
物
じ
ゃ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
建
築

は
そ
こ
で
営
む
人
々
の
『器
』で
あ
り
、
地
域
の

一
員
と
し
て
の
『器
』の
役
割
が
大
切
に
な
る
。 

―
「
作
為
的
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
建
物
」
と
い

う
言
葉
で
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
弊
社
の

創
業
者
の
言
葉
に
、「
木
や
石
は
自
然
界
に
あ

れ
ば
そ
れ
だ
け
で
美
し
い
。
そ
れ
に
手
を
加

え
て
建
物
や
庭
を
造
る
と
い
う
の
は
、
責
任

重
大
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
も
の
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
似
て
い
ま

す
か
？ 

 

確
か
に
、
人
が
一
度
で
も
手
を
加
え
た
も
の

は
、
人
が
手
を
入
れ
続
け
な
い
と
、
維
持
さ

れ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
。

ち
ょ
っ
と
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
松
枯
れ
な

ど
も
そ
れ
が
原
因
だ
、
と
い
う
研
究
者
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

 

も
と
も
と
里
山
の
松
林
と
い
う
も
の
は
、
人

と
の
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

昔
は
、
た
き
付
け
や
燃
料
と
し
て
使
う
た
め

に
松
林
へは
常
に
人
が
入
り
、
手
が
加
え
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
習
慣
が
な
く
な
り
、

人
の
手
が
入
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
今
の
荒

廃
を
生
ん
で
い
る
…
そ
う
い
う
経
緯
も
あ
る

よ
う
で
す
よ
。 

 

一
方
で
、
建
築
家
は
、
「敷
地
を
選
り
好
み

す
る
」こ
と
は
難
し
い
ん
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、

『敷
地
の
も
っ
て
い
る
も
の
』を
い
か
に
壊
さ
ず

に
建
築
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ

れ
が
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。 

―
ち
な
み
に
、
弊
社
の
社
是
は
、「
堅
牢
・
品

格
・
調
和
」
な
ん
で
す
。
入
社
し
た
頃
は
、

「
地
味
だ
な
あ
～
。」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
け

ど
、
以
前
、「
周
囲
の
環
境
は
な
か
っ
た
こ
と

に
し
て
し
ま
う
」
建
築
が
多
い
…
と
い
う
話

し
を
聞
い
た
と
き
に
、
「
そ
う
か
、

だ
か
ら
調
和
が
大
事
な
の
か
！
堅

牢
・
品
格
・
調
和
は
、
建
物
が
持

つ
べ
き
大
事
な
要
素
な
ん
だ
！
」

と
気
づ
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
韓
国
で
は
、
「建
築
基

本
法
」と
い
う
も
の
が
制
定
さ
れ
て

い
る
の
で
す
ね
。
建
築
基
準
法
で
は

な
い
ん
で
す
、
建
築
基
本
法
。
つ
ま

り
「国
土
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
建
築
や
景

観
の
質
を
段
階
的
に
政
策
と
し
て

向
上
さ
せ
て
い
く
」と
い
う
法
律
で

す
。
日
本
に
は
、
教
育
基
本
法
が
あ

る
で
し
ょ
う
？
あ
れ
み
た
い
な
も

の
で
す
。 

 

こ
れ
を
制
定
す
れ
ば
、
日
本
の
風

景
は
、
互
い
に
調
和
し
た
も
の
へ変

わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
例
を
言
え

ば
、
こ
こ
は
地
元
工
務
店
の
設
計
施
工
、
向
こ

う
は
軽
量
鉄
骨
の
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
、
こ
っ
ち
は

私
の
設
計
で
、
反
対
側
は
八
つ
尾
の
地
域
な
ら

で
は
の
住
宅
…
な
ん
て
い
う
の
が
、
今
の
日
本

で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
何
か
の
ル
ー
ル
に
沿

っ
て
建
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

―
そ
う
い
っ
た
ル
ー
ル
が
あ
る
と
素
敵
だ
な

あ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
で

き
る
ん
で
し
ょ
う
か
？ 

 

行
政
が
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
た
上
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で
、
「日
本
の
国
を
こ
う
い
う
景
色
に
し
て
い

こ
う
」と
い
う
方
針
を
た
て
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
「風
景
を
つ
く
る
」た
め

の
施
策
は
、
教
育
も
含
め
、
行
政
が
先
導
し
な

け
れ
ば
―
。 

 

例
え
ば
、
「こ
こ
で
建
て
る
家
は
、
こ
こ
で
作

ら
れ
た
瓦
を
使
う
こ
と
」と
い
っ
た
、
そ
う
い

う
こ
と
な
ら
決
め
や
す
い
け
れ
ど
、
「三
豊
市

が
市
と
し
て
〇
〇
と
い
う
方
針
、
方
向
を
目

指
す
の
な
ら
、
ど
う
い
う
風
景
を
作
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
か
」を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま

ず
、
そ
の
土
地
に
ど
う
い
う
原
風
景

が
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
も
必
要
で

す
ね
。
今
、
日
本
の
あ
る
地
域
で
は
、

そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
も
始
ま
っ
て
い

ま
す
け
ど
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

―
で
は
、
逆
に
、
建
築
が
変
わ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
地
域
や
文
化
が
変
わ

る
…
と
い
う
可
能
性
は
な
い
の
で
し

ょ
う
か
？
建
築
に
は
、
そ
れ
だ
け
の

力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？ 

 

団
塊
の
世
代
以
上
は
、
「東
京
へ行
っ

て
が
ん
ば
っ
た
方
が
い
い
、
地
方
に
い

て
も
だ
め
だ
」と
い
う
思
い
を
も
っ
て

い
る
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

私
は
専
門
学
校
で
生
徒
に
対
し
て
、

「あ
な
た
に
将
来
家
族
が
で
き
た
ら
、

あ
な
た
の
子
ど
も
を
ど
う
す
る
？
」と
い
う

問
い
か
け
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
東
京

や
都
会
へ、
あ
る
い
は
今
の
家
以
外
の
場
所
へ

巣
立
っ
て
行
か
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
同
居
を

す
る
の
か
。
ど
ち
ら
の
考
え
方
を
す
る
か
に

よ
っ
て
、
家
の
考
え
方
は
ま
っ
た
く
変
わ
り
ま

す
よ
、
と
。
循
環
す
る
…
つ
ま
り
い
つ
か
子
ど

も
が
本
家
に
な
り
、
実
家
に
暮
ら
し
…
と
な

っ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
分
家
を
作
り
続
け

る
の
か
に
よ
っ
て
も
違
う
。
家
の
あ
り
か
た
と
、

家
族
の
あ
り
方
は
、
大
き
く
係
わ
っ
て
い
ま
す
。

も
し
か
す
る
と
逆
に
、
「家
（建
物
）」は
、
そ

う
い
っ
た
変
化
を
促
進
す
る
こ
と
も
、
退
化
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
れ
だ
け
の
「力
」を
、
建
築
は
持
っ
て
い
る

と
も
思
い
ま
す
。 

 

ま
ち
づ
く
り
に
し
て
も
そ
う
で
す
ね
。
『庁

舎
は
行
政
だ
け
の
も
の
』、
『図
書
館
は
静
か

に
本
を
読
む
と
こ
ろ
』だ
け
で
は
な
く
な
っ
て

来
て
い
る
。
人
と
人
と
の
交
流
や
、
ま
ち
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
創
造
し
、
社
会

的
弱
者
を
包
摂
す
る
器
で
な
い
と
い
け
な

い
。 

 

「建
築
の
も
つ
力
」が
こ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の

で
あ
る
以
上
、
「豊
か
な
郷
土
と
は
ど
う
い
う

風
景
か
」―
―
行
政
は
「公
共
の
役
割
と
は
何

か
」と
い
う
こ
と
も
含
め
た
、
ま
ち
づ
く
り
、

ま
ち
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
住
民
と
主
に
議
論
を
し
、

ま
ち
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
す
。 

 

こ
の
問
い
か
け
を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
、
建

築
家
の
役
割
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。  

 
 
 
 
 

 
 
 

（有
限
会
社 A

T
E
L
IE

R
 A

+A
 

武
智
さ
ん
よ
り
お
話
を
う
か
が
っ
た
） 
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今
回
は
美
容
院
と
カ
フ
ェ
を
併
設
し
た
建
物

の
施
工
を
担
当
し
ま
し
た
。 

 

建
築
場
所
は
観
音
寺
市
内
か
ら
は
ず
れ
た

所
で
、
周
辺
は
建
物
も
少
な
く
、
田
畑
の
広
が

る
見
晴
ら
し
の
良
い
所
で
し
た
。
（
写
真
①
） 

 
 

 

建
物
の
構
造
は
RC
造 

、
平
屋
建
て
。 

 

内
壁
・外
壁
・天
井
は
、
共
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト

化
粧
打
放
し
の
上
に
塗
装
（白
）、
床
は
、
白
セ

メ
ン
ト
塗
の
上
に
ワ
ッ
ク
ス
塗
装
と
、
他
で
は

あ
ま
り
見
な
い
仕
上
げ
で
す
。 

  

ま
た
、
建
物
の
形
は
三
角
形
。
施
主
で
あ
る

秋
山
さ
ん
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
『個
性
的
な

建
物
』に
な
る
な
、
と
感
じ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

 

工
事
初
め
に
は
、
設
計
を
担
当
さ
れ
た
Ａ

＋
Ａ
さ
ん
の
作
品
や
、
カ
フ
ェ
を
い
く
つ
か
見

て
廻
り
…
。
今
回
の
建
物
と
照
し
合
せ
、
秋
山

さ
ん
と
「あ
そ
こ
の
お
店
は
こ
ん
な
事
を
し
て

た
」「う
ち
の
お
店
は
こ
ん
な
ふ
う
に
し
た
い
」

な
ど
と
話
し
を
し
な
が
ら
、
工
事
を
進
め
て

い
き
ま
し
た
が
、
実
際
、
施
工
を
行
う
中
で
苦

労
し
た
部
分
も
あ
り
ま
し
た
。 

  

一
つ
は
、
ス
ラ
ブ
を
支
え
る
鉄
骨
柱
の
精
度

を
高
め
る
こ
と
。
部
材
も
細
く
、
各
柱
は
独

立
で
あ
る
為
に
、
①
柱
を
建
て
る
時
、
②
ス
ラ

ブ
型
枠
を
施
工
す
る
時
、
③
コ
ン
ク
リ
ー
ト

を
打
設
す
る
時
…
、
と
、
各
工
程
で
何
度
も

確
認
を
行
い
ま
し
た
。 

 

結
果
と
し
て
、
見
た
目
、
機
能
性
共
に
満
足

の
い
く
物
が
出
来
ま
し
た
。
（
写
真
②
） 

  

ま
た
、
こ
の
建
物
の
特
徴
的
な
三
角
形
の
角

部
（角
度
35°
）。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
木
で
あ

れ
ば
大
工
さ
ん
が
削
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
に

す
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、
一
発
勝
負
で
あ

る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
で
は
、
非
常
に
難
し

い
作
業
で
す
。   

 

こ
の
難
し
い
形
を
綺
麗
に
仕
上
げ
る
た
め
に
、

型
枠
工
事(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
流
し
込
む
た
め

の
型
）を
担
当
し
て
い
た
大
工
さ
ん
は
、
型
枠

を
鉋
で
削
っ
て
仮
組
み
し
、
そ
れ
を
組
み
立
て
、

ま
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
設
す
る
時
の
側
圧

に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
念
入
り
に
型
枠
の

締
め
固
め
を
行
う
な
ど
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
角
部
の
施
工
は
、
１
箇
所
を
行
う
の
に
１
日

近
く
か
か
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。 

 

結
果
、
大
工
さ
ん
の
技
量
も
高
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
綺
麗
に
仕
上
が
り
、

そ
の
で
き
ば
え
に
つ
い
て
は
、
施
主 

秋
山
さ

ん
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
。
（
写
真
③

～
⑥
） 

●現場監督から―― 

 工務部建築課 主任   西尾 孝弘  （１級建築施工管理技士） 

平成12年入社。 

善通寺偕行社附属棟、うたづ海ホタル（宇多

津産業資料館）をはじめ、各種施設、マンシ

ョン、工場、住宅等、様々な用途・構造の施

工を経験。 

昨年６月には長女・咲輝ちゃんも生まれ、現

在はサービス付き高齢者住宅の建築現場を

担当中。 

がんばりやさんで礼儀正しく、誠実な姿勢で

現場に取り組むので、「あの子はいいね！」と

社内外で高い評価をいただいている。 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑥ 

写真⑤ 
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最
終
仕
上
げ
作
業
に
入
っ
て
か
ら
は
、
全
て

が
白
を
基
調
と
す
る
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
秋
山
さ
ん
に
引
渡
す
ま
で
は
、
傷
や
汚

れ
を
付
け
な
い
よ
う
に
、
特
に
注
意
し
な
が

ら
作
業
を
進
め
ま
し
た
。
（
写
真
⑦
～
⑩
） 

  

難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
分
、
さ
ま
ざ
ま
な

思
い
の
あ
る
こ
の
建
物
は
、
私
に
と
っ
て
も
良

い
経
験
と
な
り
、
思
い
出
に
残
る
物
と
な
り

ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

  

工
事
が
終
わ
っ
た
頃
、
秋
山
さ
ん
が
、
「西
尾

さ
ん
髪
切
り
ま
し
ょ
う
か
？
」と
言
っ
て
く
れ
、

後
日
、
美
容
院
と
カ
フ
ェ
の
両
方
を
利
用
さ
せ

て
貰
い
ま
し
た
。 

 

秋
山
さ
ん
、
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
は
、
気
さ
く
で

話
し
や
す
い
方
で
す
よ
！ 

 

ま
た
田
ん
ぼ
の
中
の
異
空
間
「trm

:o

」は
、
開

放
感
の
あ
る
大
き
な
ガ
ラ
ス
な
ど
居
心
地
の

良
い
場
所
で
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
こ
こ
を
利
用
す
る
方
誰
も
が
、

そ
う
感
じ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
す
ま
す
「trm

:o

」、
秋
山
さ
ん
、
ス
タ
ッ
フ

さ
ん
の
フ
ァ
ン
が
増
え
、
多
く
の
人
が
利
用
す

る
場
所
に
な
る
と
嬉
し
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（文
・写
真
／
西
尾 

孝
弘
） 

                            

                            

                            

写真⑦～⑩ 

trm:o  cafe + salon  

香川県観音寺市柞田町丙 457-1 

☎ 0875-24-8126  

●trm:o cafe : 9:00 ~ 18:00 

●とろも美容室 : 10:00 ~ 18:00 (予約優先制) 

定休日 : 火曜日 

■今回の物語の舞台、「trm:o」へのアクセス、営業時間は… http://trmotoromo.com/ 

カフェメニュー等写真：trm:o HPより 
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夏
の
暑
さ
が
盛
り
と
な
る
７
月
下
旬
頃
か
ら
、

全
国
各
地
の
河
川
敷
で
行
わ
れ
る
花
火
大
会
。

お
腹
に
響
く
ド
ー
ン
と
い
う
音
に
心
が
躍
り
、

美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
ま
す
。
今
も
昔
も
日
本
を

代
表
す
る
夏
の
風
物
詩
で
す
ね
。 

 

花
火
は
古
く
は
中
国
で
祝
祭
の
時
に
使
わ
れ

る
爆
竹
が
ル
ー
ツ
と
言
わ
れ
、
鑑
賞
用
の
色
鮮

や
か
な
打
ち
上
げ
花
火
の
技
術
が
で
き
た
の
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
し
た
。
日
本
に
は
一
五
四
三
年
、
種

ケ
島
に
鉄
砲
伝
来
と
と
も
に
火
薬
技
術
が
伝
わ

り
、
戦
国
時
代
は
「の
ろ
し
」と
し
て
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。 

 

日
本
で
最
初
に
花
火
を
見
た
の
は
徳
川
家
康

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
家
康
は
花
火
好
き
で
、

江
戸
城
か
ら
花
火
を
打
ち
上
げ
た
こ
と
が
あ
る

と
か
。
し
か
し
、
当
時
の
花
火
は
竹
筒
か
ら
火
の

粉
が
吹
き
出
す
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

花
火
に
は
鎮
魂
の
意
味
が
あ
る
と
も
言
わ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
は
日
本
最
古
の
花
火
大
会
と
し

て
有
名
な
、
東
京
・隅
田
川
花
火
大
会
が
由
来
の

よ
う
で
す
。
Ｔ
Ｖ
で
生
中
継
ま
で
さ
れ
る
大
き

な
花
火
大
会
で
す
が
「東
京
・隅
田
川
花
火
大 

会
」の
名
称
に
な
っ
た
の
は
昭
和
５３
年
と
最
近
の

こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
「両
国
の
川
開
き
」と 

    

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
隅
田
川
は
江
戸
時
代
、
両

国
大
川
と
呼
ば
れ
、
こ
の
両
国
大
川
の
花
火
が

最
古
の
花
火
大
会
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 

江
戸
時
代
、
享
保
１７
年
の
大
飢
饉
と
疫
病
で

多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
の
を
受
け
、
八
代
将
軍
・

徳
川
吉
宗
が
犠
牲
者
の
慰
霊
と
悪
病
退
散
を
祈

り
、
隅
田
川
で
水
神
祭
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
時
、

両
国
橋
周
辺
の
料
理
屋
が
許
可
を
取
っ
て
献
上

花
火
大
会
を
行
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
お
祭

り
好
き
な
江
戸
っ
子
に
愛
さ
れ
る
川
開
き
の
行

事
と
な
っ
て
現
代
の
花
火
大
会
に
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。 

◆
花
火
の
種
類
◆ 

 

花
火
は
、
大
き
く
分
け
る
と
打
ち
上
げ
花
火
・

仕
掛
け
花
火
・お
も
ち
ゃ
花
火
の
３
種
類
に
な

り
ま
す
。 

・
仕
掛
花
火 

火
薬
筒
や
大
小
数
百
の
花
火
や

導
火
線
を
セ
ッ
ト
し
て
、
文
字
や
絵
を
描
き
、
フ

ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
ナ
イ
ア
ガ
ラ
や
ス
タ
ー
マ
イ
ン
、

水
上
花
火
な
ど
も
仕
掛
け
花
火
に
な
り
ま
す
。 

・
お
も
ち
ゃ
花
火 

私
達
が
お
店
で
買
え
る
花
火

で
す
。 

・
打
ち
上
げ
花
火 

大
き
く
分
け
て
割
物
・ポ
カ

物
・型
物
の
３
種
類
あ
り
、
日
本
の
打
ち
上
げ
花

火
は
世
界
で
も
っ
と
も
精
巧
で
美
し
い
花
火
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

               

◆
「
玉
屋
～
」「
鍵
屋
～
」
◆ 

花
火
を
観
る
と
き
の
か
け
声
、｢

玉
屋
～｣

「鍵

屋
～
」。
花
火
屋
さ
ん
の
名
前
と
は
知
っ
て
い
ま

す
が
、
先
に
か
け
声
で
言
わ
れ
る｢

玉
屋｣

は｢

鍵

屋｣
か
ら
暖
簾
分
け
し
た
花
火
師
で
し
た
。
大
川

の
上
流
を｢

玉
屋｣

、
下
流
を
「鍵
屋
」が
担

当
し
、
自
分
達
の
花
火
が
上
が
る
と｢

た
ー

ま
や
ー
！｣

、｢
か
ー
ぎ
や
ー
！｣

と
大
声

で
花
火
師
が
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
の
を
、
江

戸
っ
子
達
が
真
似
を
し
て
花
火
師
を
応
援

す
る
か
け
声
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

江
戸
の
町
民
文
化
に
支
え
ら
れ
、
花
火
の
技

術
は
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
庭
先
で
楽
し
む
お

も
ち
ゃ
花
火
は
、
日
本
橋
の
花
火
師
・鍵
屋
六
代

目
弥
兵
衛 

に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
葦
や
藁
の
管
に

火
薬
を
詰
め
、
星
が
飛
び
散
る
花
火
（今
の
線
香

花
火
）は
江
戸
の
庶
民
に
大
人
気
だ
っ
た
そ
う
で

す
。 

◆
日
本
の
夏
は
浴
衣
で
お
出
か
け
◆ 

 

近
頃
で
は
、
和
の
暮
ら
し
が
見
直
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
夏
は
浴
衣
姿
の
人
を
見
掛
け
る

事
が
多
く
な
り
ま
し
た
。 

 

和
装
の
中
で
も
気
軽
に
着
ら
れ
る
浴
衣
は
近

年
と
く
に
人
気
で
、
最
近
で
は
帯
か
ら
下
が
ス

カ
ー
ト
の
よ
う
に
な
っ
た
浴
衣
や
、
レ
ー
ス
や
リ

ボ
ン
を
あ
し
ら
っ
て
い
た
り
と
、
自
由
に
着
こ
な

す
夏
の
お
し
ゃ
れ
の
定
番
に
な
っ
て
い
ま
す
。
着

た
こ
と
が
無
い
と
い
う
方
、
今
年
の
夏
は
、
浴
衣

で
少
し
お
す
ま
し
し
て
、
花
火
大
会
に
お
出
か

け
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
で
も
せ
っ
か
く
奇
麗
に

着
つ
け
た
ら
、
立
ち
居
振
る
舞
い
に
気
を
つ
け
て
。

女
性
は
い
つ
も
と
違
う
た
お
や
か
な
振
る
舞
い

で
、
男
性
は
き
り
り
と
着
こ
な
し
男
っ
ぷ
り
を

上
げ
て
、
花
火
大
会
・夏
祭
り
・

盆
踊
り
・縁
日
な
ど
、
い
つ
も
と

違
う
装
い
で
「日
本
の
夏
」を
楽

し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。 

（文
・曽
我
部
み
ど
り
） 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た 

こ
の
季
節
を
暮
ら
す
。（
19
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
季
節
に
応
じ
た
暮
ら
し
方
／
花
火
大
会 

夜
空
を
彩
る
夏
の
風
物
詩
】 

 

 

割物  菊・牡丹 など球形を描いて開く 

ポカ物 柳 など玉が上空で名前通りポカッと２つに割れる 

型物   蝶・ハート・土星・スマイルなどの形を描く 
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母
屋
の
縁
側
に
座
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え

な
が
ら
茶
庭
の
景
観
を
眺
め
て
い
ま
す
と
、
ふ
と

私
の
視
野
に
入
っ
た
ク
ロ
マ
ツ
が
あ
り
ま
し
た
。
（写

真
）こ
の
ク
ロ
マ
ツ
は
母
屋
北
側
の
主
庭
ほ
ぼ
中
央
に

位
置
し
、
船
付
き
・つ
く
ば
い
・飛
び
石
な
ど
に
接

す
る
非
常
に
大
切
な
樹
木
【正
真
木
】で
す
。 

そ
の
ク
ロ
マ
ツ
を
よ
く
観
察
し
ま
す
と
、
冬
季
、
瀬

戸
内
海
か
ら
容
赦
な
く
吹
き
寄
せ
る
季
節
風
に
あ

お
ら
れ
、
そ
の
巨
体
は
母
屋
の
屋
根
に
向
か
っ
て45

度
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
ま
す
。
力
学
的
に
は
こ
の

ま
ま
で
は
倒
伏
は
避
け
ら
れ
な
い
情
勢
で
す
が
、

そ
れ
を
免
れ
て
更
な
る
生
命
活
動
を
維
持
し
よ
う

と
、
母
屋
の
反
対
方
向
（池
泉
側
）に
伸
び
る
新
梢

の
生
長
に
そ
の
命
運
を
か
け
、
今
は
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
見
事
な
樹
形
と
し
て
大
成
し
て
い
ま
す
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（長
岡 

公
） 

【発行者紹介】富士建設株式会社は、現存する五重塔５５基のうち２基を建立し、 

「建築は文化なり」を理念に掲げて、官公庁建物・各種施設等大型建築物を 

はじめ、数寄屋風住宅、デザイン住宅、リフォームまで幅広く施工している。 

また、県下において 1300区画超の宅地開発・分譲の実績を持ち、「街づくり」に 

対する貢献には定評がある。なお、丸亀市指定名勝である「中津万象園」の修復 

維持保全活動も行っている。 

■営業所：高松営業所・丸亀本店・観音寺営業所 
■中津万象園・丸亀美術館／丸亀プラザホテル／味処 懐風亭 

本社：〒769-1101三豊市詫間町詫間300番地1 

TEL0875-83-2588（0120-832589） 
FAX0875-83-5864 

http://www.fujikensetsu.jp 

mail y-manabe@fujikensetsu.jp （真鍋有紀子） 

 

 

建設業許可：香川県知事許可（特23）第189号

／一級建築士事務所：香川県知事登録  第416

号／宅地建物取引業免許：香川県知事登録

（10）第1997号 

***********御意見、御感想をお聞かせ下さい************************************* 

【
編
集
後
記
】
今
回
の
【物
語
の
あ
る
建
築
】で
は
、
副
題
と
し
て
『建

築
の
持
つ
力
を
信
じ
て
み
る
』と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
『建
築
の

持
つ
力
』を
考
え
始
め
た
の
は
数
年
前
。
き
っ
か
け
は
、
当
社
が
も
と

も
と
得
意
と
し
て
い
た
和
風
数
寄
屋
住
宅
の
需
要
が
激
減
し
て
い
た

こ
と
で
し
た
。
「時
代
の
流
れ
だ
ナ
」と
寂
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
改
め

て
日
本
の
住
宅
や
庭
に
つ
い
て
勉
強
し
、
そ
の
背
景
に
は
茶
や
禅
と
い

っ
た
世
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
今
や
廃
れ
つ

つ
あ
る
文
化
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
せ
め
て
茶
の
湯
を
知
る
こ
と
か
ら
…

と
、
お
茶
の
お
稽
古
を
始
め
た
時
に
浮
か
ん
だ
の
が
、
「“特
別
な
人
が

特
別
な
時
に
楽
し
む
”文
化
の
ま
ま
で
、
本
当
に
後
世
に
残
る
ん
だ
ろ

う
か
？
」と
い
う
疑
問
で
し
た
。
日
本
の
伝
統
・文
化
を
大
切
に
残
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
な
ら
、
身
近
に
親
し
め
る
『生
活
』、
『遊

び
』と
い
っ
た
形
で
根
付
か
せ
な
け
れ
ば
、
ダ
メ
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か

な
、
と
。
…
そ
う
考
え
た
と
き
、
『建
築
』の
も
つ
役
割
の
大
き
さ
に
ハ

ッ
と
し
た
の
で
す
。
建
物
に
、
日
本
な
ら
で
は
の
美
意
識
、
季
節
感
の

表
現
法
、
伝
統
的
な
考
え
方
を
反
映
さ
せ
、
そ
れ
を
楽
し
む
仕
掛
け

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
文
化
は
自
然
に
生
活
に
根

付
き
、
楽
し
ま
れ
、
結
果
、
子
ど
も
の
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と

に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
―
―
『建
築
の

も
つ
力
を
信
じ
て
み
る
』。
私
に
と
っ
て
も
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。 

【長岡 公 氏】 
昭和2年10月 香川県丸亀市津森町に生まれる。 

昭和26年3月 鹿児島大学鹿児島農林専門学校 

       農学科卒業 

昭和 26年 4月以降 香川県公立高等学校教員とし

て主基高等学校・飯山高等学校・笠田高等学校・農

業経営高等学校教諭、高松南高等学校・飯山高等学

校教頭 

昭和63年3月 定年退職 香川西高等学校教頭 

現 在 公益財団法人中津万象園保勝会 理事 

 

※主な著書に「讃岐の名園紀行」（栗林･玉藻編／ 

 中･西讃編）がある。 

＜中津万象園・丸亀美術館へのアクセス＞ 

瀬戸中央道路 坂出北ＩＣより 

約8.5km／約15分 

坂出ＩＣより約14km／約20分 

高速道路善通寺ＩＣより約5km約10分 

 

 
 

中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
19
）
お
茶
所
（
母
屋
）
北
側
の
ク
ロ
マ
ツ

」 
 

万
象
園
の
八
景
池
西
南
側
に
丸
亀
市
の
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
中
二
階
入
母
屋
造
り
の
お
茶

所
（観
潮
楼
）と
、
そ
の
南
東
に
平
屋
の
お
茶
所
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
お
茶
所
が
歴
史
的
に
貴
重

な
建
造
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
に
及
び
ま
せ
ん

が
、
私
は
そ
れ
ら
お
茶
室
を
囲
む
茶
庭
（露
地
）の

雰
囲
気
も
大
好
き
で
、
万
象
園
を
訪
れ
た
折
は
必

ず
時
間
を
か
け
て
、
大
木
が
鬱
蒼(

う
っ
そ
う)

と
生

い
茂
る
茶
庭
を
散
策
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
そ
の
折
は
、
利
休
居
士
が｢

茶
庭
の
心｣

と

し
て
示
さ
れ
た
〝
深
山
幽
谷
の
景
〟
と
い
っ
た
命

題
が
大
き
な
課
題
と
し
て
私
の
脳
裏
か
ら
離
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
答
え
は
難
解
で
す
が
、
庭
木
な
ど
に
つ

い
て
「宇
宙
の
摂
理
に
従
い
、
露
地
と
い
う
限
定
さ

れ
た
空
間
で
、
相
互
の
樹
木
類
が
調
和
を
保
ち
な

が
ら
た
く
ま
し
く
生
長
を
し
て
ゆ
く
こ
と
」と
私

は
考
え
て
い
る
の
で
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

か
さ
ね
の
色
（
１９
） 

「
萩
重
」 

古
来
よ
り
季
節
を
感
じ
さ
せ
た
「
色
」
を
知
る
。 

表：紫／裏：二藍 

着用時期は秋。表裏ともに萩の色を
写したものと考えられます。 

 

日
本
人
の
季
節
を
感
じ
る
心
、 

美
し
い
と
感
じ
る
色
彩
感
覚
。 

そ
う
い
っ
た
も
の
の
結
晶
と
も
言
え
る
「
重
色
目
（
か
さ
ね
い
ろ
め
）」

は
、
平
安
時
代
に
生
ま
れ
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
表
現
す
る
配
色
と

し
て
併
せ
仕
立
て
の
着
物
な
ど
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
現
代
で
も
し
つ

ら
え
な
ど
に
い
か
し
て
、
平
安
の
風
雅
を
味
わ
っ
て
み
て
は
…
。 

 


